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平
成
30
年（
2
0
1
8
年
）
は
、
明
治
元

年（
1
8
6
8
年
）
か
ら
数
え
て
ち
ょ
う
ど

1
5
0
年
に
あ
た
り
、
内
閣
府
な
ど
の
行

政
や
土
木
学
会
な
ど
で
も
明
治
1
5
0
年

を
冠
し
た
企
画
が
行
わ
れ
て
い
る
（
図
1
）
。

明
治
期
前
後
の
歴
史
や
活
躍
し
た
人
物
を

描
い
た
書
籍
や
映
像
作
品
は
人
気
が
高
く
、

歴
史
フ
ァ
ン
な
ら
ず
と
も
誰
し
も
が
そ
の

物
語
に
胸
を
熱
く
し
た
経
験
が
あ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
明
治
時
代
は
、
わ
が
国

が
旧
来
の
幕
藩
体
制
か
ら
今
日
の
近
代
国

家
へ
と
変
貌
を
遂
げ
る
に
至
っ
た
大
変
革

期
で
あ
り
、
わ
が
国
の
歴
史
を
振
り
返
れ

ば
、
重
要
な
時
代
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
時
期
に
行
わ
れ
た
取
組
み

は
多
岐
に
わ
た
り
、
太
陰
暦
か
ら
太
陽
暦

へ
の
暦
の
変
更
、
欧
米
型
の
政
治
・
経
済

シ
ス
テ
ム
へ
の
移
行
、
士
農
工
商
の
身
分

制
度
の
廃
止
な
ど
枚
挙
に
暇い
と
まが
な
く
、
ま

さ
に
世
の
中
が
1
8
0
度
変
わ
る
激
動
の

時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
に
は「
近
代
日

本
を
つ
く
る
」
と
い
う
人
び
と
の
強
い
精

神
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
歴
史
や
物
語
を
通

じ
て
現
代
を
生
き
る
わ
れ
わ
れ
の
心
に
訴

え
て
か
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。

　

今
か
ら
1
5
0
年
前
に
近
代
国
家
と
し

て
成
立
す
る
た
め
に
は
、
欧
米
列
強
と
の

熾し

烈れ
つ

な
競
争
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き

ず
、
彼
ら
と
肩
を
並
べ
る
た
め
に
も
、
明

図1　�明治150年ロゴマーク（内閣官房「明治150年」関連施
策推進室ホームページより）
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治
政
府
は
国
策
と
し
て
殖
産
興
業
と
富
国

強
兵
を
強
く
推
進
し
た
。
そ
の
結
果
、
わ

ず
か
数
十
年
で
大
国
と
渡
り
合
う
に
至
る

が
、
こ
れ
を
後
押
し
し
た
の
が
明
治
3
年

（
1
8
7
0
年
）
に
設
置
さ
れ
た
工
部
省
で

あ
る
。
工
部
省
は
わ
が
国
の
社
会
基
盤
整

備
と
殖
産
興
業
の
推
進
を
目
的
と
し
て
、

鉄
道
、
造
船
、
鉱
業
、
製
鉄
、
電
信
、
灯
台
、

製
作
、
工
学
、
勧
工
、
土
木
の
10
寮
と
測
量

の
1
司
が
配
置
さ
れ
た
。
ま
た
、
新
た
な
技

術
を
国
内
に
移
転
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

た「
お
雇
い
外
国
人
」
の
登
用
や
岩
倉
使
節

団
（
写
真
1
）
と
し
て
留
学
生
の
派
遣
が
実

施
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
教
育
機
関
と
し
て
工

部
寮
を
設
置
し
て
技
術
者
教
育
に
も
力
を

入
れ
て
お
り
、
官
職
技
術
者
の
一
元
的
な

育
成
が
行
わ
れ
て
い
た
。
歴
代
の
工
部
卿

に
伊
藤
博
文
や
井
上
馨
、山
尾
庸
三
と
い
っ

た
明
治
政
府
の
要
人
が
就
い
て
尽
力
し
た

こ
と
か
ら
工
部
省
の
取
組
み
が
国
家
戦
略

上
い
か
に
重
要
で
あ
っ
た
か
が
伺
え
る
。

　

明
治
期
の
飛
躍
的
な
近
代
化
は
、工
部
省

な
ど
の
各
省
庁

が
進
め
た
殖
産

興
業
政
策
の
賜

物
で
あ
り
、そ
の

中
で
も
土
木
や

機
械
、鋼
業
な
ど

の
工
学
分
野
が

果
た
し
た
役
割

は
大
き
く
、
特

に
土
木
が
つ
く

り
上
げ
た
社
会

基
盤
は
国
家
発

展
の
礎
と
な
っ

た
。
本
特
集
で

は
、
明
治
期
を

中
心
に
国
内
外

の
時
代
背
景
を

踏
ま
え
な
が
ら
、
国
土
計
画
と
社
会
基
盤

整
備
に
着
目
し
て
1
5
0
年
を
振
り
返
り
、

こ
れ
か
ら
の
新
た
な
時
代
に
向
け
た
知
見

や
示
唆
を
得
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
な
お
、

特
定
の
施
設
や
偉
人
に
焦
点
を
当
て
る
こ

と
は
せ
ず
、
工
部
省
の
よ
う
な
組
織
や
国

土
ス
ケ
ー
ル
で
の
事
業
を
対
象
に
歴
史
的

な
成
立
の
経
緯
や
そ
の
背
後
に
あ
る
思
想
、

尽
力
し
た
人
び
と
の
精
神
な
ど
大
局
的
な

視
点
で
記
事
で
構
成
し
て
い
る
。

　

は
じ
め
に
、明
治
期
の
土
木
事
業
に
着
目

し
た
本
誌
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
土
木
年
表
を
示

し
、 

2
名
の
専
門
家
か
ら
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

と
し
て
明
治
期
に
関
す
る
俯
瞰
的
な
解
説

を
し
て
頂
い
た
。
ま
ず
、
オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト

リ
ー
に
よ
る
政
治
史
学
の
第
一
人
者
で
あ

る
東
京
大
学
の
御
厨
貴
氏
よ
り
、明
治
期
に

お
け
る
殖
産
興
業
と
土
木
事
業
の
関
係
性

に
つ
い
て
、当
時
の
国
内
外
の
情
勢
や
政
治

的
な
過
程
を
踏
ま
え
た
解
説
を
頂
い
た
。つ

ぎ
に
、交
通
・
都
市
・
国
土
計
画
を
専
門
と

す
る
政
策
研
究
大
学
院
大
学
の
家
田
仁
氏

か
ら
は
、明
治
期
か
ら
現
代
ま
で
の
1
5
0

年
に
お
け
る
国
土
計
画
の
変
遷
と
そ
こ
か

ら
得
ら
れ
る
示
唆
に
つ
い
て
持
論
を
展
開

し
て
頂
い
た
。

　

続
い
て
、
東
京
大
学
の
清
水
英
範
氏
か

ら
は
工
部
省
設
立
の
経
緯
を
紹
介
し
て
頂

き
、
社
会
基
盤
整
備
の
事
例
と
し
て
港
湾
、

鉄
道
、
通
信
、
電
源
の
4
事
例
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
家
に
解
説
し
て
頂
い
た
。

な
お
、
四
つ
の
事
例
に
着
目
し
た
理
由
は
、

工
部
省
お
よ
び
関
連
省
庁
が
推
進
し
た
事

業
の
背
景
に
は
、
当
時
の
最
新
技
術
で
あ

る
交
通
と
通
信（
電
気
）
を
用
い
て
国
土
レ

ベ
ル
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
整
備
す
る
こ
と

で
発
展
さ
せ
る
よ
う
な
意
図
が
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
く

明
治
1
5
0
年
を
迎
え
る
北
海
道
開
拓
に

つ
い
て
も
、
経
済
的
・
地
政
学
的
な
観
点

か
ら
も
重
要
な
事
業
で
あ
る
こ
と
か
ら
紹

介
頂
い
た
。
最
後
に
明
治
期
に
確
立
し
た

「
土
木
」
と
い
う
概
念
の
本
来
の
意
味
を
再

考
し
て
頂
く
。

　

本
特
集
を
通
じ
て
、
土
木
の
視
点
か
ら

明
治
1
5
0
年
を
振
り
返
り
、
読
者
の
中

に
何
か
し
ら
の
示
唆
が
得
ら
れ
る
こ
と
が

で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
な
お
、
明
治
5

年
ま
で
わ
が
国
で
は
旧
暦（
太
陰
暦
）
を

採
用
し
て
お
り
、
現
在
の
西
暦（
太
陽
暦
）

と
は
異
な
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
本
特

集
が
扱
う
時
代
は
旧
暦
と
西
暦
が
混
在

す
る
た
め
、
正
確
に
史
実
を
記
載
す
る
た

め
に
和
暦
で
の
表
記
を
基
本
と
し
、
必
要

に
応
じ
て
西
暦
を
書
き
添
え
る
こ
と
と

し
た
。

写真1　�岩倉使節団（徳富猪一郎『岩倉具視公』 民友社、昭和7年（1932年）より）
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